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翻原
訳著

シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ト
ル
ナ
イ

田

義

之

谷

奈
緒
子

平森

ご
く
稀
で
は
あ
る
が
最
終
的
な
完
成
段
階
に
い
た
る
最
も
重
要
な
創
造
の

諸
局
面
を
示
す
素
描
が
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る 。

三
つ
の
大
規
模
な
連
作

的
作
品 、

シ
ス
テ
ィ
l

ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画 、

メ
デ
ィ

チ
家
礼
拝
堂 、

そ
し

て
《
最
後
の
審
判》
の
場
合
が
こ
れ
で
あ
る 。

そ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て 、

わ
れ
わ
れ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
制
作
過
程
の
複
雑
な
動
的
構
造

に
つ
い
て
よ
り
完
全
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
得
る
こ
と
が
で
き
る 。

シ
ス
テ
ィ
l

ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
に
お
い
て 、

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
「
装

飾
的
要
素
で
満
た
さ
れ
た
区
画」 、

つ
ま
り
長
方
形
と
円
形
の
組
み
合
わ
せ
で

ゆ
る
や
か
に
轡
曲
す
る
ヴ
ォ
l

ル
ト

天
井
を
埋
め
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た 。

し
か
し
そ
の
一
方
で 、

彼
は
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ

ヴ
を
十
二
使
徒
で
装
飾
す
る
こ

と
も
計
画
し
て
い
た 。

こ
の
構
想
は、

ピ
ン
ト
ゥ
リ
ッ

キ
オ
が
サ
ン
タ
・

マ

リ
ア
・

デ
ル
・

ポ
1

ポ
ロ
聖
堂
の
内
陣
で
模
倣
し
た
古
代
の
天
井
装
飾
か
ら

し
か
し
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
天
井
画
の
装
飾
に

（
大
英
博
物
館
の
素
描
を

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
が 、

こ
の
ぺ
ン
デ
ン
テ
ィ

ヴ
も
含
め
て
構
想
し
て
い
た

見
よ
／
図
1） 。

(1) 
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そ
の
後 、
こ
の
装
飾
シ
ス
テ
ム
を
単
純
化
し 、

統一
し 、
幅
の
広
い
梁
と

狭
い
梁
を
交
替
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
天
井
の
装
飾
を
シ
ス
テ
ィ
l

ナ
礼

拝
堂
の
壁
体
構
造
と
調
和
さ
せ
た 。
そ
れ
ぞ
れ
の
付
柱
に
は
天
井
を
横
断
す

る
梁
が
対
応
し 、
反
対
側
の
付
柱
に
繋
が
っ
て
い
る 。

し
か
し

ロ
ー

マ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
趣
昧
に
し
た
が
っ
た
こ
れ
ら
の
試
み
に

も
満
足
し
な
か
っ
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は 、
教
皇
に
対
し
て 、
こ
の
計
画
は

「
貧
弱
な
も
の
（
口
O印
出
U
O
〈
巾
「
出）
」

で
あ
る
と
言
い 、
変
更
す
る
許
可
を
求

め
た 。
ユ
リ
ウ
ス
二
世
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
好
き
に
す
る
自
由
を
与
え
た

（「
天
井
に
つ
い
て
は
私
は
望
む
よ
う
に
し
て
よ
か
っ
た」） 。

，唱
，

d

ミケランジェ口、 システィーナ天井函の初期の装飾プラン

（ロンドン、 大英陣物館）
図1

人
物
像
を
伴
う
建
築
体
系
を
導
入
し 、

そ
こ
で 、
彼
は
そ
れ
ま
で
計
画
し
て
い
た
平
面
的
装
飾
を
や
め 、
物
語
と

ま
た
側
壁
の
リ
ュ
ネ
ッ
ト
ま
で
装
飾

す
る
こ
と
に
決
め
た 。
彼
が
意
図
し
た
の
は 、
礼
拝
堂
の
壁
面
の
分
節
か
ら

独
立
し
た
体
系
と
し
て 、
天
井
の
構
造
全
体
を
統一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た 。

し
か
し 、
同
時
に 、
彼
は
現
実
の
天
井
の
替
曲
し
た
壁
面
の一
体
感
を
維
持

し 、
そ
の
形
態 、
量
塊
性 、
内
在
す
る
緊
張
感
を
理
想
的
な
秩
序
の
う
ち
に

図2 ミケランジェ口、 システィーナ礼拝堂天井函（部分） 、 ローマ

(2) 
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表
現
し
た
い
と
も
考
え
て
い
た 。
彼
は
天
井
を 、
三
つ
の
段
階
の
高
浮
彫
を

彫
り
出
す
べ
き一
枚
岩
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て 、
そ
の
こ
と
を
成
し
と
げ

た 。
こ
の
高
浮
彫
は 、
様
々
な
空
間
の
次
元 、
位
置 、
動
き
を
も
っ
人
物
保

と 、
全
物
語
場
面
を
支
え 、
閉
じ
込
め
る
枠
組
か
ら
な
っ
て
い
た 。

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
湾
曲
し
た
天
井
面
の
現
実
の
形
態
と
量
塊
性
に
着
想

を
得
て 、
そ
れ
を
人
物
像
で
飾
ろ
う
と
決
意
し
た
と
き 、
彼
の
創
造
的
想
像

力
は
突
然
燃
え
あ
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う 。
同
時
代
の
別
の
画
家
が
そ
こ
に
平

面
的
な
装
飾
か、
現
実
の
天
井
の
形
態
や
量
塊
性
と
矛
盾
す
る
イ
リ
ユ
｜

ジ
ョ

ニ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
解
決
し
か
見
出
さ
な
か
っ
た
の
に
対
し 、
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
エ
ロ
は 、
天
井
の
真
の
形
態
と
量
塊
性
と
緊
張
感
を
保
つ
自
律
的
な
デ
ザ

イ
ン
を
生
み
出
し 、
こ
れ
ら
の
特
質
を
人
物
形
象
と
建
築
の
芸
術
的
価
値
に

変
容
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
図
2） 。

《
最
後
の
審
判》
の
芸
術
的
着
想
の
発
展
は 、
シ
ス
テ
ィ
1

ナ
天
井
画
の
そ

れ
と
類
似
し
て
い
る 。
一
五
三
四
年
の
ク
レ
メ
ン
ス
七
世
に
よ
る
最
初
の
委

眠
は 、
シ
ス
テ
ィ
l

ナ
礼
拝
堂
の
祭
檀
側
の
壁
の
中
央
部
分
を
《
キ
リ
ス
ト

の
復
活》
で
飾
る
こ
と
で 、
そ
れ
は
ペ
ル
ジ
l
ノ
の
祭
壇
画
と 、
同
じ
画
家

に
よ
っ
て
す
で
に
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
二
つ
の
物
語
画
の
上
に
拙
か
れ
る

予
定
で
あ
っ
た 。
《
復
活》
の
習
作
に
お
い
て
は 、
慨
に 、
後
の
《
審
判》
の

中
央
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
る 、
桝
体
の 、
髭
の
な
い

ア
ポ
ロ
ン
的
な
キ

リ
ス
ト

が
見
出
さ
れ
る 。

そ
の
後 、
お
そ
ら
く
パ
ウ
ル
ス
三
世
の
下
で 、
計
画
全
体
は
《
最
後

の審

判〉
に
変
え
ら
れ
た
が 、
そ
れ
が
教
皇
の
要
望
に
よ
る
も
の
な
の
か、
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
エ
ロ
自
身
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い 。
現
存
す
る《
審
判》

斗」匹 、
一去

端山

l

f

j
 

の
最
初
の
ス
ケ
ッ

チ
（
パ
イ
ヨ
ン
ヌ

ボ
ナ
美
術
館
／
図
3

的
な
着
想
に
よ
っ
て
い
る 。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト

は 、
聖
母
と
十
二
使
徒
か

ら
な
る
「
天
国
の
法
廷」
に
取
り
固
ま
れ
て
お
り 、
十
二
使
徒
の
う
ち
六
人

は
右
に 、
六
人
は
左
に
座
し
て
い
る 。
中
世
に
お
い
て
は 、
こ
の
「
法
廷」

は
ふ
つ
う
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
平
面
に 、
同
じ
高
さ
で
表
さ
れ
て
い
た
が 、

ジ
ヨ
ッ
ト

が
革
新
的
な
梢
図
を
導
入
し
た 。
つ
ま
り
彼
は
「
法
廷」
を
ほ
ぼ

半
円
形
に
配
置
し
た
の
だ
が 、
十
六
世
紀
初
め
の
大
画
家
た
ち
も
こ
の
例
に

放
っ
た 。

｛

；
 

し
か
し 、
十
二
使
徒
が
完
全
な
る
円
形
を
描
い
て
キ
リ
ス
ト

を
取

り
巻
く 、
と
い
う
ビ
ザ
ン
テ
ィ

ン
の
作
例
も
あ
る 。
ま
ち
が
い
な
く 、
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
エ
ロ
は
こ
う
し
た
ビ
ザ
ン
テ
ィ

ン
の
作
例
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ

が 、
し
か
し
彼
は
同
様
の
梢
図
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る 。

《
最
後
の
審
判》
（
図
4）
に
お
い
て 、
初
め
て
人
間
の
な
ま
な
ま
し
い
状

況
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

(3) 
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ミケランジェロ〈最後の審判〉

ローマ、 システィーナ礼拝堂

図4

の
画
家
も
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
が

｜｜
彼
ら
の
中
に
独
自
の
感
情
を
投
影

し
て
い
る 。
偉
大
な
る
文
学
者
が
そ
の
作
品
の
あ
ら
ゆ
る
人
物
像
の
な
か
に

現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る 。

現
前
す
る
よ
う
に 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
彼
が
柿
く
人
物
像
の
そ
れ
ぞ
れ
に

パ
イ
ヨ
ン
ヌ
の
素
描
に
続
く

カ
l

サ・
ブ
オ
ナ
ロ
l

テ
ィ

所
蔵
の
素
描

（
図
5）
で
は 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
着
座
の
法
廷
と
い
う
モ
テ
ィ
l

フ
を
放

棄
し
た
こ
と
が
わ
か
る 。
こ
こ
で
は
聖
母
マ
リ
ア
は 、
人
類
の
導
き
手
と
し

て 、
天
へ
な
だ
れ
込
ま
ん
ば
か
り
に
身
を
乗
り
出
す
姿
で
描
か
れ
て
い
る 。

人
類
を
導
く
聖
母
マ
リ
ア
と
い
う
モ
テ
ィ
！

フ
は
す
で
に
ジ
ヨ
ッ
ト

に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
て
い
た 。
し
か
し
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は 、
こ
の
モ
テ
ィ
l

フ

を
お
ご
そ
か
な
荘
重
さ
と
選
ば
れ
た
者
た
ち
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
動
き
に

． ' 

，
，

 
J
 

I , 

’ vー－

..ム／ ' 

ミケランジェ口〈最後の審判〉の ための習作
（フイレンツェ、 カーサ ・ ブオナローティ）

図5

よ
っ
て
表
し
な
が
ら
再
び
懇
願
す
る
人
び
と
の
力
業
と
闘
争
に一
体
化
し 、

水
平
に
重
層
さ
せ
る
伝
統
的
な
栴
造
を 、
垂
直
に
上
昇
し
落
下

す
る
新
し
い

柿
造
に
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る 。

そ
れ
に
続
く
最
終
ヴ
ァ
l

ジ
ョ

ン
に
繋
が
る
素
怖
は
残
さ
れ
て
い
な
い 。

の
モ
テ
ィ
l

フ
を
却
下
し 、

完
成
し
た
フ
レ
ス
コ
画
で
は 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
「
と
り
な
し
の
聖
母」

後
にのOCH－
が
指
摘
す
る
よ
う
に）
聖
母
マ
リ

ア
は
「
う
ず
く
ま
る
ヴ
ィ
ー

ナ
ス」
と
い
う
古
典
的
モ
テ
ィ
l

フ
の
ポ
1

ズ

を
と
り 、
身
を
屈
め
て
い
る 。
キ
リ
ス
ト
を
取
り
囲
む
人
物
た
ち
は
す
べ
て

土寸
こ 、

立
っ
て
お
り 、
不
可
思
議
な
力
で
キ
リ
ス
ト

に
引
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら 、
同

キ
リ
ス
ト
と
の
距
J附
を
保
っ
て
い
る 。
こ
こ
で
は 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エ

て
い
る
の
で
あ
る 。

ロ
は 、
巨
大
な
壁
体
の
要
求
と
そ
の
構
造
に
構
図
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
努
め

(4) 
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壁
は
両
側
壁
の
コ
l

ニ
ス
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
た
め 、

カ
l

サ
・

ブ
オ
ナ
ロ
l

テ
ィ

の
素
描
の
統一
的
運
動
を
こ
の
分
割
に
応
じ
て
水
平
に
分

（
ヨ
E巾） 。

し
か
し
な
が
ら、

運
動
は
こ
れ
ら
の
分

断
す
る
必
要
が
生
じ
た

割
の
内
側
に
も
存
在
し 、

ま
た
一
つ
の
グ
ル
ー

プ
か
ら
他
の
グ
ル
ー

プ
へ
移

動
し
て 、

審
判
を
下
す
神
の
周
囲
に
あ
る
種
の
循
環
を
生
み
出
し
て
い
る 。

審
判
の
神
は、

そ
の
循
環
運
動
の
不
動
の
中
心
に
と
ど
ま
り
な
が
ら、

宇
宙

的
運
命
を
表
象
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る 。

こ
こ
ま
で 、

わ
れ
わ
れ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
そ
の
作
品
創
造
に
お
い
て

従
っ
て
き
た
方
法
を 、

大
ま
か
に
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
き
た 。

初
期
の
段

階
で
は、

彼
は
新
し
い
き
わ
だ
っ
て
個
性
的
な
言
語
を
創
造
し
よ
う
と
す
る

意
図
を
（
近
代
の
優
れ
た
芸
術
家
の
多
く
と
は
異
な
り）

も
っ
て
い
な
か
っ

た 。

反
対
に 、

彼
は
伝
統
か
ら、

と
り
わ
け
古
典
の
伝
統
と
初
期
ル
ネ
サ
ン

ス
の
伝
統
か
ら
出
発
し
た
（
し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に 、

す
で
に
述
べ
た
よ
う

に 、

彼
の
直
前
の
先
駆
者
か
ら
出
発
し
た
の
で
は
な
い） 。

あ
る
い
は、

彼
は

そ
の
モ
テ
ィ
l
フ
を
自
然
か
ら
直
接
と
り 、

彼
自
身
の
趣
昧
の
規
範
に
従
っ

て
そ
れ
ら
を
再
組
織
し
た 。

さ
ら
に
は、

自
身
の
以
前
の
作
品
か
ら
引
き
出

し
た
着
想
を
発
展
さ
せ
た 。

モニ斗メンタリティ

記
念
碑
性
と 、

調
和
と 、

対
比
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
完
全
な
も
の
に
し
な

彼
は
芸
術
的
伝
統
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を 、

が
ら
そ
の
究
極
ま
で
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た 。

し
か
し 、

す
べ
て
に
彼
は
満
足
し
な
か
っ
た 。

そ
し
て 、

ま
る
で
新
た
な
啓
示
に
照
ら

こ
う
し
た
も
の

さ
れ
た
か
の
よ
う
に 、

精
神
的
な
経
験
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
た
初
期
の
構
想

を 、

最
終
的
構
想
に
再
創
造
す
る
た
め
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
た 。

あ
た
か
も

彼
自
身
が 、

最
後
に
は
彼
の
形
象
表
現
の
中
に
没
入
し

つ
い
に
は
素
材
の

つ
ま
り
石
塊
の
一
体
性
の
要
求
を
理
解
し
た
か
の
よ
う
に 。

そ
の
結
果
生
ま
れ
た
大
胆
な
新
し
い
様
式
は、

ル
ネ
サ
ン
ス
的
と
も 、

要
請
を 、

バ
ロ
ッ

ク
的
と
も
定
義
し
が
た
い
も
の
で
あ
る 。

そ

モニユメンタリテ4

れ
は
む
し
ろ 、

古
典
美
術
の
原
理
に
よ
っ
て
崇
高
化
さ
れ
た
記
念
碑
性
と
い

ニ
エ
リ
ス
ム
的
と
も 、

う
ト
ス
カ
1

ナ
の
芸
術
遺
産
を
変
容
し
た
も
の
で
あ
る 。

そ
れ
ゆ
え 、

ミ
ケ

ラ
ン
ジ
エ
ロ
は
彼
自
身
の
意
思
と
は
か
か
わ
り
な
く 、

美
術
史
に
お
け
る
新

し
い
時
代
の
創
始
者
と
な
っ
た 。

そ
し
て
そ
の
影
響
は
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に

ま
で
存
続
し 、

生
命
力
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

こ
こ
に
掲
げ
る
図
版
は、

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
大
理
石
を
扱
う
と
き
の
特

徴
的
な
手
法
と 、

彼
が
素
材
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
神
聖
な
畏
怖
を
わ
か
り

や
す
く
示
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る 。

初
期
の
浮
彫
作
品
に
は、

彼
以
前
の
彫
刻
家
と
は
ち
が
っ
て 、

彼
が
構
図

の
周
囲
に
大
理
石
の
枠
を
残
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る 。

こ
の
素
材
へ
の
敬

意
は、

ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
作
品
に
範
を
と
っ
た
薄
浮
彫
の
技
法
で
制
作
さ
れ
た

《
階
段
の
聖
母》
に
す
で
に
感
じ
と
れ
る 。

中
浮
彫
の
《
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の

闘
い
》
（
図
6）

の
下
部
に
も 、

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
石
塊
の
も
と
も
と
の

厚
み
を
示
す
大
理
石
の
細
い
枠
を
残
し
て
い
る 。

し
か
し
未
完
成
で
残
さ
れ

た
上
部
で
は
そ
れ
が
取
り
除
か
れ、

両
側
で
も一
部
が
取
り
除
か
れ
て
い
る

の
で 、

あ
る
時
点
で
考
え
直
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る 。

さ
ら
に 、

大
理
石
塊
の

形
が
方
形
で
平
ら
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

諸
人
物
を
中
央
に
向
っ
て
盛

り
上
が
る
よ
う
に
彫
り
出
し
て 、

凸
型
の
構
図
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
に

も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る 。

人
物
像
は
順
次
後
退
す
る
三
つ
の
層
に
配
分
さ

れ 、

下
方
の
人
物
が
よ
り
突
出
し
て
彫
ら
れ
て
い
る 。

奇
妙
な
こ
と
に 、

主 マ

(5) 
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役
の
人
物
は
第一
層
（
前
景

で
は
な
く 、
第
二
層
（
中
景

い
る 。

に
彫
ら
れ
て

一
方、
パ
ル
ジ
エ
ツ
ロ
国
立
美
術
館
の
〈
ト
ン
ド・
ピ
ッ

テ
ィ》

の
聖
母
で

つ
ま
り
聖
同
マ
リ
ア
と
幼
児
イ
エ
ス
の
頭

は 、
最
も
高
く
彫
ら
れ
た
部
分

部
が 、
精
神
的
に
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く 。
こ
こ
で
も
ま

し
か
し
そ

た 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
平
ら
な
面
を
凸
面
に
変
え
て
い
る
が 、

れ
は
い
ま
や
構
図
上
の
最
も
重
要
な
点
と
な
っ
て
い
る 。

に
座
る
型
周
マ
リ
ア
の
像
を
強
調
す
る
の
に
役
立
っ
て
お
り 、 つ

ま
り
切
石
の
上

は
大
型
石
の
肌
が
見
ら
れ
る 。
凸
面
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
る
た
め
に 、
ミ
ケ

そ
の
切
石
に

図6 ミケランジェ口〈ケンタウ口スの闘しウ

フィレンツ工、 カーサ・ フオナ口ーティ

ラ
ン
ジ
エ
ロ
は
椛
図
の
背
景
を
削
り 、
そ
れ
を
凹
状
に
し
て
い
る
の
で
あ
る 。

制
作
中
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
表
し
た一
五
二
七
年
の
木
版
画
か
ら
わ
か

る
よ
う
に 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
床
に
水
平
に
お
か
れ
た
石
塊
に
ま
っ
す
ぐ

向
き
合
う
か
た
ち
で
像
を
彫
っ
た 。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は 、
浮
彫
に
用
い
た

の
と
同
じ
方
法
で 、
つ
ま
り一
つ
の
層
か
ら
次
の
層
へ
移
行
し
な
が
ら 、
奥

へ
む
か
つ
て
彫
り
進
め
る
方
法
で
彫
像
を
制
作
し
た 。
像
の
背
面
が 、
石
塊

の
底
面
で
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
た
め
に 、
彼
の
多
く
の
像
は 、
ま
さ
に
こ
の

部
分
で
未
完
成
で
終
わ
っ
た
り 、
荒
彫
り
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る 。

彼
の
素
材
へ
の
敬
意
は
像
の
台
座
の
扱
い
か
た
に
も
表
れ
て
い
る 。
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
エ
ロ
は 、
台
座
を
岩
や
木
の
幹
を
模
し
た
写
実
的
な
方
法
で
処
理
し

－－A町、、
手八

ふHM

そ
れ
は
《
パ
ッ

コ
ス》 、
サ
ン・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
の
《
ピ
エ
タ》 、

《
ダ

ヴ
ィ

デ》
と
い
っ
た
初
期
の
作
品
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る 。
そ
れ
が
最
後
に

見
ら
れ
る
の
は
サ
ン
タ・
マ
リ
ア・
ソ
プ
ラ・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

型
堂
の
〈
復
活

の
キ
リ
ス
ト》

（
図
7）
で
あ
る
が 、
こ
の
作
品
に
は
助
手
の
参
加
が
見
ら
れ

る 。
奇
妙
な
こ
と
に 、
そ
こ
に
は
い
ず
れ
も
岩
を
脱
し
た
二
つ
の
台
座
（
図

8）
が
あ
る 。
人
物
像
と
同
じ
石
崎
か
ら
彫
ら
れ
た
第一
の
台
座
は 、
後
か

ら
付
け
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
第
二
の
台
座
の
上
に
乗
っ
て
い
る 。
し
か

し
台
座
の
写
実
的
な
処
理
は
自
然
主
義
的
な
意
図
を
も
っ
て
い
な
い 。
つ
ま

り
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は 、
細
部
の
表
現
を
区
別
し
て 、
統一
的
外
観
と
物
質

的
均
質
性
が
失
わ
れ
る
前
で
手
を
置
い
て
い
る 。
こ
の
こ
と
は 、
岩
の
大
き

な
平
面
と
木
の
幹
の
奇
妙
な
柔
ら
か
さ
を
説
明
し
て
い
る 。
と
は
い
え 、
彼

の
多
く
の
像
で
は 、
台
座
は一
段
か
二
段
か
ら
な
る
幾
何
学
形
態
と
し
て
扱

そ
れ
は
厳
密
な
幾
何
学
形
態
で
は
な
い
が 、
そ
れ
を
生
気

づ
け
る
ほ
と
ん
ど
感
知
し
が
た
い
不
規
則
性
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
て
い
る

わ
れ
て
い
る 。

(6) 
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（《
聖
マ
タ
イ》 、
〈
瀕
死
の
奴
隷》 、
《
抵
抗
す
る
奴
隷》 、
《
ダ
ヴ
ィ

デH
ア
ポ

ロ
》
の
台
座
を
見
よ） 。
《
モ
l

セ
》
や
《
勝
利》 、
《
レ
ア》
と
《
ラ
ケ
ル
》

の
台
座
に
も 、

仕
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
ご
く
わ
ず
か
な
形
態
の
不
規
則
性

が
見
ら
れ
る 。
〈
ロ
ン
ダ
ニ
l

ニ
の
ピ
エ
タ
》
の
台
座
は
例
外
を
な
し
て
い

る
が 、

明
ら
か
に
後
世
に
作
り
変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 。

こ
う
し
た
処
理

は、

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
自
身
に
よ
る
技
法
的
な
発
見
で
あ
り 、

こ
れ
ら
の
彫

像
の
台
座
は
そ
れ
自
体
で
芸
術
的
価
値
を
も
っ
て
い
る 。

そ
れ
ら
は、

ミ
ケ

ラ
ン
ジ
エ
ロ
に
と
っ
て
は、

彫
像
の
二
義
的
な
部
分
さ
え
も
そ
れ
自
体
で
彼

の
芸
術
の
刻
印
を
お
び
て
い
る
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。

ミ
ケ

ラ
ン
ジ
エ
ロ
の
未
完
成
の
作
品
は、

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に、

そ
こ
か
ら

自
ら
を
解
放
す
る
か
に
思
わ
れ
る
原
素
材
と
視
覚
的
に
同
質
に
見
え
る 。

さ

ら
に
い
っ
そ
う
驚
く
べ
き
こ
と
は、

完
成
し
た
彫
像
に
お
い
て
さ
え 、

こ
の

均
質
性
が
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。

た
と
え
ば 、
《
モ
l

セ
》
（
図
9）

や

《
メ
デ
ィ

チ
の
聖
母》
の
ド
レ
イ
パ
リ
1

に、

わ
れ
わ
れ
は
素
材
自
体
の
生
気

し
か
し
こ
こ
で
も 、

彼
は
自
然
主
義
的
な
処
理
に
よ
っ
て
統一

を
感
じ
る 。

性
の
効
果
を
壊
し
て
し
ま
う
手
前
で
子
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る 。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に、

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
大
構
図
に
お
け
る
創
造

原
理
は、

素
材
と
そ
の
形
態
か
ら
想
を
得
る
と
同
時
に、

そ
れ
に
規
定
さ
れ

て
お
り 、

そ
れ
ら
は
創
造
過
程
に
お
い
て
第一
義
的
な
位
置
を
占
め
る
一
方

で 、

精
神
的
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ 、

変
容
を
こ
う
む
っ
て

い
場。。シ

ス
テ
ィ
1

ナ
天
井
画
に
お
い
て
は、

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
全
建
築
構
造

と
人
物
像
の
構
成
を
自
由
に
着
想
し 、

水
平
に
重
層
す
る
三
つ
の
ゾ
l
ン
を

考
え
つ
い
た
が 、

そ
れ
は
地
上
的
生
か
ら
天
上
的
生
へ 、

そ
し
て
最
高
天
へ

と
上
昇
す
る
世
界
の
階
層
的
秩
序
に
呼
応
し
て
い
る 。

各
領
域
は
コ
1

ニ
ス

で
区
切
ら
れ 、

下
方
で
重
々
し
く
上
方
で
よ
り
軽
快
に
な
る
建
築
的
形
態
に

よ
っ
て
分
節
さ
れ 、

諸
人
物
像
の
多
種
多
様
な
配
置
に
よ
っ
て
変
化
を
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
建
築
的
体
系
を 、

ゴ
シ
ッ

ク
建
築
に
お
け
る
よ
う

な、

人
物
像
を
従
属
的
に
組
み
込
む
骨
組
み
と
し
て
構
想
し
て
い
た
の
で
は

な
く 、

ほ
と
ん
ど
自
立
し
た
人
物
像
が
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
背
景
と
し
て

構
想
し
て
い
た 。

重
層
的
な
ゾ
l
ン
へ
の
構
図
の
分
割
は、

古
代
や
中
世
で

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
階
層
的
世
界
に
対
応
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い 。

た
と

え
ば 、

大
聖
堂
の
フ
ァ

サ
l
ド

や

ま
た
イ
タ
リ
ア
で
は
説
教
壇
や
泉
水
盤

の
構
造
が
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る 。

そ
れ
は
宇
宙
の
秩
序
が
縮
約
さ
れ
た
イ

メ
ー

ジ
な
の
で
あ
る 。

こ
う
し
た
宇
宙
的
意
味
を
お
び
た
構
造
は
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
の
連
作
的
作
品
に
常
に
表
れ
て
い
る 。

サ
ン
・

ロ
レ
ン
ツ
ォ

聖
堂
の

フ
ァ

サ
l
ド

や 、

ユ
リ
ウ
ス
二
世
墓
碑
の
第一
案
は
こ
の
原
理
に
従
っ
て
考

案
さ
れ
た
が 、

そ
れ
は
こ
の
階
層
的
世
界
を
表
す
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
人

物
群
が
組
み
込
ま
れ
た
三
つ
の
重
層
的
世
界
か
ら
な
っ
て
い
る 。

(7) 
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図7 ミケランジェロ〈復活のキリスト｝ローマ、 サンタ・マリア・ ソプラ・ミネルヴァ聖堂

左上

図8 ミケランジ工口〈復活のキリスト》台座部分、 向上（写真／平谷）

左下
図9 ミケランジェロ〈モーセ｝ユリウス二世墓碑部分、 ローマ、 サン・ピエトロ・ イン・ヴインコリ聖堂

(8) 
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シ
ス
テ
ィ
l

ナ
礼
拝
堂
天
井
画
の
梢
図
は 、
な
に
よ
り
も
ま
ず
天
井
そ
の

も
の
の
潜
在
的
形
態
か
ら
想
を
得
て
い
る 。
最
初
期
の
素
描
群
は 、
ミ
ケ
ラ

ン
ジ
エ
ロ
が
ぺ
ン
デ
ン
テ
ィ

ヴ
を
出
発
点
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と 、
ま
た

そ
れ
を
天
井
自
体
の
滑
ら
か
な
表
面
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る 。
す
で
に
存
在
す
る
礼
拝
堂
の
床
と
側
壁
の
壁
画
の
分
節
は 、

そ
の
分
割
を
天
井
に
ま
で
連
続
さ
せ
る
と
い
う
案
を
思
い
つ
か
せ
た 。
し
か

し、
最
終
案
で
は 、
拙
か
れ
た
建
築
的
安
素
は
首
尾一
刊貝
し
た
建
築
枠
組
の

桝
造
に
統一
さ
れ 、
そ
こ
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
現
実
の
天
井
に
内
在
す
る

銀
張
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た 。
同
時
に 、
こ
の
建
築
的
梢
造
は 、
預

言
者
と
血
女
の
巨
大
な
人
物
像
を
収
め
る
場
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る 。
こ
の

建
築
枠
組
は
至
高
の
圏
域
に
む
か
つ
て
聞
か
れ
て
い
る 。
異
な
る
次
元
と
カ

テ
ゴ
リ
l

に
属
す
る
諸
人
物
像
は 、
ヴ
ォ
l

ル
卜

天
井
自
体
に
内
在
す
る
力

を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る 。
一
卜

か
ら
上
に
向
か
う
上
昇
的

原
理

つ
ま
り
リ
ユ
ネ
ッ
ト

か
ら 、
「
見
者
た
ち」
の
領
域
を
経
て

イ
デ
ア

の
天
界
へ
い
た
る
上
昇
的
原
理
は 、
入
口
か
ら
祭
庖
へ
と
む
か
う
水
平
軸
に

沿
っ
た
展
開
の
中
で
維
持
さ
れ 、
補
完
さ
れ
て
い
る 。
こ
の
建
築
的
体
系
の

内
側
で 、
各
人
物
像
は
ユ
リ
ウ
ス
二
世
墓
碑
に
す
で
に
見
た
よ
う
に

れ
ぞ
れ
椛
た
る
場
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る 。

メ
デ
ィ

チ
家
礼
拝
堂
（
新
聖
具
室

の
設
計
（
図
叩）
に
お
い
て
は 、
プ

ラ
ン
の
大
き
さ
は 、
旧
聖
具
室
（
サ
グ
レ
ス
テ
ィ

ア・
ヴ
エ
ツ

キ
ア

対

応
し
て
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た 。
壁
面
の
建
築
的
分
節
や
墓
碑
の
梢

造
に
は 、
水
平
に
重
層
す
る
三
つ
の
ゾ
l
ン
を
通
底
す
る
階
層
的
上
昇
が
再

び
表
さ
れ
て
い
る 。
そ
れ
は
地
上
的
生
に
属
す
る
人
物
像 、
第
二
層
の
死
者

の
魂、
そ
し
て
神
化
さ
れ
た
魂
の
空
の
玉
座
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
る 。
之

さ
ら
に 、
上
下

の
層
位
の
な
か
に
精
神
の
上
昇
が
表
さ
れ 、
下

層

こ
で
は 、

の
人
物
像
は
観
者
に
よ
り
近
く 、
上
層
の
人
物
像
は
よ
り
速
く
に
あ
る 。
ミ

そ

ケ
ラ
ン
ジ
エ
ロ
が
導
入
し
た
革
新
は 、
諸
人
物
像
が
も
は
や
建
築
的
輪
郭
を

三
角
形
を
形
成

尊
重
せ
ず
に 、
墓
碑
の
建
築
そ
れ
自
体
の
前
に
置
か
れ
て 、

す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
（
図
日） 。
し
か
し
重
層
す
る
こ
つ
の
体
系
は 、
対

位
法
に
よ
る
ポ
リ
フ
ォ

ニ
1

音
楽
の
よ
う
に 、
全
体
と
し
て
統一
的
に
眺
め

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
（
〉・
何
旬。UU） 。

そ
れ
に
た
い
し
て 、
《
最
後
の
審
判》
で
は 、
三
重
構
造
は 、
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
エ
ロ
に
い
た
る
ま
で
伝
統
的
に
こ
の
主
題
の
構
造
を
形
づ
く
っ
て
き
た
に

ミケランジェ口、 メディチ家礼拝堂 の壁画墓碑の

ためのスケッチ（ロントーン、 大英！現物館）
図10目

(9) 
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も
か
か
わ
ら
ず 、
漠
然
と
し
か
表
れ
て
い
な
い 。
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
マ
リ
ア

を
例
外
と
し
て 、
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
物
の
階
層
的
区
別
は
消
失
し
て
お
り

選
ば
れ
た
者
と
呪
わ
れ
た
者

天
使
と
聖
人
や
人
聞
を
区
別
す
る 、
人
物
表

象
の
特
徴
ま
で
が
欠
け
て
い
る 。
す
べ
て
の
人
物
配
置
は 、
キ
リ
ス
ト

の
周

囲
を
め
ぐ
る
円
環
的
な
運
動
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
一
方
の
側
で
上
昇

し
て
い
る
同
じ
人
物
が 、
他
方
の
側
で
は
落
下
し
て
い
る
印
象
を
与
え
る 。

こ
の
よ
う
に 、
階
層
的
構
造 、
宇
宙
の
閉
じ
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は 、

で
は
惑
星
的
運
動
に
つ
き
動
か
さ
れ
た
肉
体
が
充
満
す
る
均
質
で
無
限
の
空

ミケランジェ口、 ウルビーノ公口レンツォの墓碑
フィレンツ工、 メディチ家礼拝堂

図11
？
」
？
」

問 、
と
い
う
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る 。
そ
れ
は
近
代
的
な
マ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
最
初
の
表
現
で
も
あ
る
の
だ 。

一二
分
割
構
成
が
消
え
て
ゆ
く
こ
う
し
た
傾
向
の
最
後
の
段
階
は 、

オ

リ
1

ナ
礼
拝
堂
の
二
つ
の
フ
レ
ス
コ
画
に
見
る
こ
と
が
で
き
る 。
そ
こ
で
は

こ
の三一
層
構
成
は 、
《
最
後
の
審
判〉
に
お
け
る
よ
う
に 、
旋
回
す
る
運
動
に

置
き
換
え
ら
れ
て
い
る 。
こ
う
し
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は 、
伝
統
的
に
継
承

さ
れ
て
き
た
宇
宙
の
階
層
構
造
か
ら
自
ら
を
解
放
し、
哲
学
に
お
い
て
ジ
ヨ

ル
ダ
l
ノ・
ブ
ル
l
ノ
が
そ
の
最
初
の
提
唱
者
と
な
る
概
念
つ
ま
り
近
代

科
学
の
宇
宙
観
と
な
る
概
念
を
初
め
て
表
現
す
る
の
で
あ
る 。
人
物
群
を
従

属
さ
せ
る
循
環
運
動
に
よ
る
こ
の
宇
宙
の
統一
的
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
は 、
直
接
の

先
行
例
を
欠
い
て
お
り 、
唯一
比
較
し
う
る
の
は 、

宇
宙

ヴ
ァ

ザ
1
リ
が

の
機
械
（
E
Sbh
忌
3b
bとど
さ巴町
三む）」
あ
る
い
は
「
運
命
の
輪
（
言。
芯

門出向九九ぬ
＼
写
宣
言）」
と
呼
ん
だ
も
の
だ
け
で
あ
ろ
う 。
し
か
し
そ
こ
に
宇
宙
空

聞
に
お
け
る
真
の
惑
星
運
動
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い 。

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
お
け
る
美
術
理
論
の
発
展

『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
伝』
の
作
者
コ
ン
デ
ィ

ヴ
ィ

は 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が

美
術
論
つ
ま
り
「
長
き
研
績
に
よ
り
彼
が
発
見
し
た
才
知
に
と
む
理
論」

を
執
筆
し
よ
う
と
し
て
い
た

と
伝
え
て
い
る 。

コ
ン
デ
ィ

ヴ
ィ

以
前
に
も 、
ジ
ャ
ン
ノ
ッ

テ
ィ

の
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と

の
対
話』
に
お
い
て 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
こ
の
意
向
を
示
し
て
い
る 。

か
し、
こ
の
美
術
論
が
彼
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た 。
そ
れ
を

お
お
よ
そ
再
構
成
す
る
に
は 、
彼
の
手
紙
や
詩
の
断
片
し
か
残
っ
て
い
な し

＼htノハU1ょ〆’t、
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ぃ 。
間
接
的
な
資
料
と
し
て
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ・
デ・
オ
ラ
ン
ダ
や
ヴ
ア

ル
キ 、
そ
れ
に
ヴ
イ
ン
チェ
ン
ツ
ォ・
ダ
ン
テ
ィ

の
「
完
全
な
る
比
例
に
つ

い
て
の
第一
書』
（一
五
六
七）
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
文
節
が
役
に
立
つ
だ

ろ
う 。著

者
は
別
の
と
こ
ろ
で、
こ
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
芸
術
論
を
再
構
成

し
よ
う
と
試
み
た
（『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

芸
術
と
思
想
（
MJE
h
ミ
室、

一
九
四
六 、
上
平
貢
訳 、
人
文
書
院） 。

g
shpH
A＼
』pbhNb
諸問守）』

そ
の
た
め 、
こ
こ
で
は
新
た
な
学
説
の
主
要
な
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ

う 。
こ
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
美
術
理
論
は 、
芸
術
家
は
そ
の
作
品
の
中

で
「
自
然
が
意
図
す
る
完
全
な
る
形
態
S
E
AP
き
》『sa
SH
SNSW柚
ミ同

色町～NG
SN
S
ミ）」
（
ダ
ン
テ
ィ） 、

つ
ま
り
そ
の
「
イ
デ
ア」
を
模
倣
す
る

べ
き
で
あ
る 、
と
い
う
彼
の
確
信
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

こ
う
し
て 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
理
論
に
新
た
な
次

元
を
つ
け
加
え
た 。
彼
以
前
に
は 、
美
術
家
は
い
ま
だ
に
「
比
例
的
調
和

（マもも可N3
言及Hb）
の
み
が
美
を
生
み
出
す」
と
い
う
ギ
ベ
ル
テ
ィ

の
定

義
に
従っ
て
い
た 。
そ
れ
に
対
し
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は 、
美
を
形
態
と
イ
デ

ア
の一
致
に
見
出
し
て
い
た 。
な
ぜ
な
ら
美
は 、
最
終
的
な
目
的
に 、
つ
ま

り
最
終
的
な
形
態へ
の
適
応
に
在
す
る
か
ら
で
あ
る 。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に

と
っ
て 、
比
例
は
も
は
や
量
的
な
も
の
で
は
な
く
質
的
な
も
の
で
あ
り 、

知

的
韻
律
（尽
き
さ
s
s
s
ミ
宣言ねな）」
で
あっ
た 。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

や
レ

オ
ナ
ル
ド 、

デ
ュ
l
ラ
l

が
求
め
た
よ
う
な
ア・
プ
リ
オ
リ
に
固
定
さ
れ
た

比
例
を 、
彼
は
放
棄
し
た
の
で
あ
る 。

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
経
験
的
世
界
の
自
然
主
義
的
描
写
を
放
棄
し
た
こ
と

を
考
え
れ
ば 、
彼
が
ブ
ラ
ン
ド

ル
や
ス
ペ
イ
ン 、
ド
イ
ツ
の
画
家
の
作
品
の

様
式 、
そ
し
て一
四
0
0
年
代
の
イ
タ
リ
ア
の
多
く
の
写
実
主
義
の
画
家
の

様
式
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ・
デ・
オ
ラ
ン
ダ） 、
驚
く

に
あ
た
ら
な
い 。

レ
オ
ナ
ル
ド

が
画
家
に
求
め
た 、
自
然
の
多
様
な
様
相
を
描
き
出
す
と
い

う
広
義
の
普
遍
主
義
は 、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た 。
む
し
ろ
彼
は 、
深
さ
の
う
ち
に
あ
る
普
遍
主
義
に
達
し
よ
う
と
し
た 。

つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
は 、
人
間
の
肉
体
の
う
ち
に
こ
そ
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の

あ
ら
ゆ
る
相
と
力
は
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あっ
た 。

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
芸
術
的
発
展
の
諸
段
階
は 、
人
間
と
し
て
の
成
長
段

階
と
精
神
的
な
節
目
と
の
相
互
関
係
の
結
果
生
じ
て
い
る 。

若
年
期
を
特
徴 wつ
け
る
の
は 、
過
去
の
芸
術
と
同
時
代
の
ト

ス
カ
1

ナ
の

芸
術
（
と
り
わ
け
古
代
彫
刻
と
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
彫
刻）
の
う
ち
彼
が
自
分

の
個
性
に
合
う
と
感
じ
た
あ
ら
ゆ
る
作
品
の 、
熱
心
な
研
究
を
通
じ
て
の
吸

収
と
同
化
で
あ
る 。
彼
に
は 、
ふ
つ
う
起
こ
る
よ
う
な
師
匠
か
ら
の
段
階
的

な
脱
却
は
見
ら
れ
な
い 。
そ
う
で
は
な
く 、
初
め
か
ら
人
間
の
存
在
を
感

じ 、
理
解
し 、
表
現
す
る
彼
の
力
強
い
や
り
方
が 、
ま
ぎ
れ
も
な
い
形
で
表

れ
て
い
る
の
で
あ
る 。
初
期
作
品
の
う
ち
に
も
彼
独
特
の
全
体
的
ヴ
ィ

ジ
ョ

ン
が
見
ら
れ
た
が 、
彼
が
技
法
的
な
熟
練
や 、
解
剖
学
と
遠
近
法
に
お
け
る

深
い
知
識
を
もっ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
い
ま
だ
そ
の
表
現
に
は
暖
昧
な

と
こ
ろ
が
見
ら
れ
た 。

か
れ
は
こ
う
し
た
欠
点
を 、

ロ
ー

マ
時
代
（一
四
九
六
｜

第

一
五
O
二
と
そ
れ
に
続
く
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
時
代
（一
五
O一
ー

に
お
い
て
克
服
し
始
め
た 。
こ
の
時
期
の
作
品
（
サ
ン・
ピ
エ

一
五
O
五）

ト
ロ
大
聖
堂
の
《
ピ
エ
タ
マ
《
ブ
リュ
l
ジ
ュ
の
聖
母》
な
ど）
ザ』
み品、

( 11) 
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か
に
彼
の
形
態
が
正
確
さ
を
増
し 、

大
理
石
に
鋭
く
刻
ま
れ
た
形
態
に
よ
っ

て
彼
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
が
わ
か

る 。

同
じ
こ
と
は
彼
の
裸
体
の
概
念
に
も
見
ら
れ
る 。
つ
ま
り
《
ケ
ン
タ
ウ

ロ
ス
の
闘
い
》
で
は
形
態
は
生
命
に
脈
う
っ
て
は
い
る
が

い
ま
だ
漠
然
と

し
て
い
た 。

し
か
し
後
に
は
解
剖
学
的
な
正
確
さ
を
増
し 、

〈
パ
ッ

コ
ス
》

で
は
肉
の
柔
ら
か
さ
の
下
に
筋
肉
の
構
造
と
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る 。

そ
し
て
最
後
に、
《
ダ
ヴ
ィ

デ》
に
お
い
て
は
行
動
に
向
け
て
緊
張
に
み

な
ぎ
る 、

人
体
の
全
内
部
構
造
が
正
確
に
表
現
さ
れ
た
形
態
に
達
す
る
の
で

あ
る 。ミ

ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
成
熟
期
は
大
規
模
な
連
作
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
が 、

そ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て、

彼
は
創
造
的
な
全
体
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
と 、

獲
得
し
た
技
術
的
知
識
の
均
衡
に
到
達
し
よ
う
と
し
た 。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ

れ
は、

彼
の
天
才
が
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
力
に
よ
っ
て
創
造
し
た
ユ
リ
ウ
ス

二
世
墓
碑
（
第一
案）

と
シ
ス
テ
ィ
l

ナ
天
井
画
の
時
代
を
「
英
雄」

時
代

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る 。

そ
れ
に
対
し
て
メ
デ
ィ

チ
家
礼
拝
堂
の
時
代
は

「
哀
愁」
の
時
代
と
言
う
こ
と
が
で
き
る 。

そ
こ
で
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
創

造
は
観
想
的
な
態
度
を
と
り 、

形
態
を
通
し
て
生
命
の
流
転
が
表
さ
れ
て
い

る 。

そ
し
て
最
後
に、
《
最
後
の
審
判》
の
時
代
は
「
悲
劇」

ょ
う 。

そ
こ
で
は
人
類
は、

の
時
代
と
言
え

そ
の
巨
人
的
な
姿
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

宇
宙
的

な
こ 力
れ に
ら よ
の つ
大 て
規 組
模 み
な 伏
作 せ
口 』

男五
様 て

高三
関空
毎号
跡
は

同
時
期
か

そ
の

前
後
に
制
作
さ
れ
た
他
の
小
さ
な
作
品
に
も
見
て
と
れ
る 。

こ
う
し
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
成
熟
の
三
つ
の
時
代
の
最
後
に、

ロ
ー

マ

で
の
十
四
年
間
に
わ
た
る
晩
年
期
が
く
る 。

こ
の
時
期
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

は、

若
い
頃
の
よ
う
な
連
作
は
何
ひ
と
つ
制
作
し
な
か
っ
た 。

若
い
頃
は
多

様
な
様
式
的
試
み
に
あ
ふ
れ
で
い
た
が 、

晩
年
は
単一
の
手
法
（一
つ
の
作

品
だ
け
で
は
な
く 、

三
っ
す
べ
て
の
作
品
に
つ
い
て）

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る 。

形
態
は
精
神
化
さ
れ、

新
し
い
統一
性
の
中
に
溶
け
込
み、

も
は

や
は
っ
き
り
と
分
節
さ
れ
ず 、

そ
の
結
果
と
し
て、

内
な
る
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
に

直
接
呼
応
す
る
も
の
に
な
る 。

死
を
目
の
前
に
し
て、

鋭
く
ほ
っ
そ
り
と
し

た
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ

的
な
ア
ク
セ
ン
ト

が
ふ
た
た
び
花
開
い
た
の
で
あ
る 。

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
個
性
と
芸
術
の
展
開
の
生
物
学
的
な
諸
段
階
は、

そ

の
人
生
の
旅
路
の
両
極
に、

つ
ま
り
青
年
期
と
晩
年
期
に
い
っ
そ
う
は
っ
き

り
し
た
か
た
ち
で
見
ら
れ
る 。

そ
の
成
熟
期
で
は、

反
対
に、

彼
の
天
才

は、

生
物
学
的
決
定
論
か
ら
自
ら
を
解
き
放
と
う
と
し
て、

連
作
の
う
ち
に

精
神
の
苦
し
み
の
痕
跡
を
刻
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る 。

〔
訳
者
後
記〕

本
論
は、

以
下
の
論
文
（
後
半）

の
翻
訳
で
あ
る 。
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宮
崎冊。mH1曲目印
2
0巾
〉
m判。印丘
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宮】・ω。ム日・

共
訳
者
の
平
谷
奈
緒
子
は、

本
学
美
術
研
究
科
芸
術
学
領
域
二
年
次
に
在
学 。
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